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松
浦
河
の
瀬
の
流
れ
が
早
い
の
で
、
紅
の
裳
の

裾
を
濡
ら
し
て
、
鮎
を
釣
っ
て
い
る
の
か
な
あ
。

※

詳
し
い
解
説
は
12
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に
掲
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い
ま
す
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こ
ろ
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ど
ん
な
未
来
が
来
る
の
か

　

緊
急
事
態
宣
言
か
ら
半
年
経
過
し
ま
し
た
。

私
の
周
辺
だ
け
を
振
り
返
っ
て
も
、
そ
れ
以
前

に
は
予
想
す
ら
し
な
か
っ
た
事
態
が
今
や
日
常

に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
で

の
子
供
向
け
偉
人
伝
配
信
、
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
に
よ
る

オ
ン
ラ
イ
ン
寺
子
屋
の
実
施
、
小
学
生
時
代
以

来
の
マ
ス
ク
着
用
（
し
か
も
常
時
）・
・
・
、

こ
の
間
上
京
は
一
回
の
み
で
す
。

　

ウ
イ
ル
ス
の
実
態
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
る

に
つ
れ
、
大
感
染
へ
の
危
惧
は
薄
ら
ぎ
つ
つ
あ

り
ま
す
が
、
寒
さ
に
向
か
う
こ
れ
か
ら
勿
論
警

戒
を
怠
る
訳
に
は
行
き
ま
せ
ん
。

　

マ
ス
コ
ミ
は
十
年
一
日
の
如
く
新
規
感
染
者

数
を
報
じ
（
よ
り
重
要
な
数
字
は
、
医
療
崩
壊

に
直
結
す
る
要
入
院
加
療
の
重
傷
患
者
数
で
は

な
い
か
）
引
き
続
き
の
警
戒
を
呼
び
か
け
ま
す

が
、
長
期
的
な
見
通
し
、
所
謂
「
ア
フ
タ
ー
コ

ロ
ナ
」
の
姿
を
示
す
ま
で
は
手
が
回
っ
て
い
ま

せ
ん
。

　

ま
た
今
回
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
は
別
に
、
Ａ
Ｉ

（
人
工
知
能
）
の
高
度
化
に
よ
り
人
間
を
凌
駕

す
る
（
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
と
呼
ば
れ
る
到
達

点
）
日
が
近
づ
き
、
二
〇
四
五
年
が
そ
の
年
だ

と
も
囁
か
れ
て
い
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
従
来
の
延
長
線
で
は
対
応

不
能
な
未
来
に
ど
う
立
ち
向
か
う
べ
き
か
が
問

わ
れ
ま
す
。

　
手
が
か
り
は
歴
史
に
学
ぶ
こ
と

　

人
類
の
長
い
歩
み
の
中
で
、
未
来
の
予
測
は

誰
し
も
が
抱
く
叶
わ
ぬ
願
望
で
し
た
。
二
十
世

紀
最
大
の
知
性
と
も
称
さ
れ
る
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ

レ
リ
ー
の
名
言
「
湖
に
浮
か
べ
た
ボ
ー
ト
を
こ

ぐ
よ
う
に
、
人
は
後
ろ
向
き
に
未
来
へ
入
っ
て

い
く
。
目
に
映
る
の
は
過
去
の
風
景
ば
か
り
、

明
日
の
景
色
は
誰
も
知
ら
な
い
」
を
引
く
ま
で

も
な
く
、
未
知
の
明
日
に
備
え
る
手
立
て
は
、

昨
日
ま
で
た
ど
っ
て
来
た
過
去
、
即
ち
歴
史
に

学
ぶ
こ
と
で
す
。

　
『
日
本
書
紀
』
に
は
、
第
十
代
崇
神
天
皇
治

世
下
に
疫
病
が
蔓
延
し
て
民
の
半
数
が
死
亡
し

た
後
、
大
物
主
神
を
敬
い
祭
っ
た
と
の
記
述
が

あ
り
ま
す
。
福
岡
の
歓
楽
街
中
洲
で
は
感
染
防

止
の
自
粛
が
続
い
て
閑
散
と
し
て
い
ま
す
が
、

博
多
川
沿
い
に
建
つ
飢
人
地
蔵
は
、
享
保
の
飢

饉
で
人
口
の
三
分
の
一
を
喪
っ
た
供
養
を
今
も

毎
年
継
承
し
て
い
ま
す
。

　

ど
ち
ら
の
場
合
も
自
分
た
ち
の
無
力
を
痛
感

し
神
仏
に
縋
る
こ
と
に
よ
っ
て
克
服
し
よ
う
と

努
め
た
の
で
し
ょ
う
。二
十
一
世
紀
の
現
代
も
、

人
間
の
利
己
心
や
傲
慢
さ
を
顧
み
る
絶
好
の
機

会
と
捉
え
て
、
生
活
習
慣
を
見
直
す
こ
と
か
ら

始
め
た
い
も
の
で
す
。

　
縄
文
ル
ネ
サ
ン
ス

　

も
っ
と
大
き
く
時
代
の
転
換
と
い
う
観
点
で

我
が
国
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
、
祖
先
た
ち
が

遭
遇
し
た
最
初
の
大
変
革
は
縄
文
時
代
か
ら
弥

生
時
代
へ
の
移
行
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

　

最
近
縄
文
時
代
が
脚
光
を
浴
び
て
い
ま
す

が
、
半
世
紀
前
の
日
本
史
で
は
、
弥
生
以
前
は

未
開
の
貧
し
い
縄
文
人
が
住
む
原
始
時
代
で
、

五
千
年
前
に
起
こ
っ
た
世
界
の
四
大
文
明
に
は

旧
さ
も
レ
ベ
ル
も
遠
く
及
ば
な
い
と
教
わ
り
ま

し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
一
九
九
四
年
の
三
内
丸
山
遺
跡

発
掘
を
代
表
と
す
る
数
々
の
新
発
見
に
よ
っ

て
、
縄
文
の
イ
メ
ー
ジ
は
一
変
し
ま
し
た
。
昨

今
で
は
、
一
万
六
千
五
百
年
前
に
始
ま
り
一
万

年
以
上
に
亘
っ
て
狩
猟
、
漁
労
、
採
集
に
よ
っ

て
集
落
を
作
り
、
安
定
的
な
生
活
を
実
現
し
た

「
持
続
可
能
な
自
然
共
生
社
会
」
と
評
価
さ
れ
、

縄
文
土
器
は
「
世
界
最
古
の
土
器
」
と
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。

　

次
第
に
定
住
が
進
ん
だ
村
の
祭
礼
場
や
墓
地

の
配
置
な
ど
か
ら
、
縄
文
人
の
精
神
文
化
も
解

明
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
で
も
特
筆
す
べ
き
は
、

殺
し
合
い
の
形
跡
が
見
つ
か
ら
な
い
と
い
う
点

で
す
。
文
字
は
持
た
な
か
っ
た
が
、
豊
穣
と
生

殖
を
象
徴
す
る
土
偶
を
輩
出
し
た
人
々
は
、
殊

更
に
階
層
を
作
ら
ず
平
和
な
生
活
を
継
承
し
て

来
た
よ
う
で
す
。

　
弥
生
時
代
の
受
容
に
倣
お
う

　

弥
生
時
代
の
始
ま
り
も
従
来
よ
り
早
ま
り
、

今
か
ら
三
千
年
前
と
修
正
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

頃
既
に
九
州
で
の
水
田
稲
作
が
確
認
さ
れ
た
か

ら
で
す
。
朝
鮮
半
島
か
ら
の
渡
来
人
が
、
縄
文

人
を
駆
逐
し
て
稲
作
を
広
め
た
と
い
う
「
定
説
」

は
根
拠
を
失
い
、
そ
れ
以
前
か
ら
陸
稲
栽
培
を

採
り
入
れ
て
い
た
縄
文
人
が
、
一
気
に
水
田
を

選
択
し
た
時
期
か
ら
を
弥
生
時
代
と
呼
ぶ
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　

稲
作
に
よ
る
食
料
増
産
は
人
口
増
を
も
た
ら

し
、
や
が
て
大
和
朝
廷
の
設
立
へ
と
導
く
の
で

す
が
、
同
時
に
集
団
作
業
を
進
め
る
た
め
の

リ
ー
ダ
ー
を
必
要
と
し
次
第
に
社
会
の
階
層
化

を
生
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
遂
に
は
主

導
権
争
い
や
他
の
村
と
の
領
地
争
奪
な
ど
の
戦

闘
が
発
生
し
始
め
ま
す
。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
文
明
化
の
負
の
面

を
嫌
っ
て
特
に
東
日
本
の
村
々
は
相
当
期
間
農

耕
稲
作
を
受
け
付
け
な
か
っ
た
こ
と
が
遺
跡
調

査
か
ら
判
明
し
て
い
ま
す
。
一
方
葬
送
の
し
き

た
り
や
生
活
様
式
で
弥
生
時
代
以
降
ま
で
引
き

継
が
れ
た
も
の
も
多
い
の
で
す
。
つ
ま
り
縄
文

が
弥
生
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、

流
入
し
た
新
文
明
を
取
捨
選
択
し
な
が
ら
受
容

し
た
「
先
人
の
知
恵
」
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て

来
ま
し
た
。
一
万
年
か
け
て
醸
成
し
た
国
民
性

は
飛
鳥
時
代
の
仏
教
受
容
や
明
治
期
の
西
欧
化

で
も
絶
妙
に
発
揮
さ
れ
、
独
特
の
情
緒
・
感
性

は
私
た
ち
に
も
宿
っ
て
い
ま
す
。

　
「
超
高
度
情
報
化
社
会
」
と
で
も
名
づ
け
る

べ
き
近
未
来
を
生
き
抜
く
心
構
え
を
、
私
た
ち

の
遠
い
祖
先
た
ち
が
示
し
て
く
れ
て
い
る
よ
う

で
す
。
縄
文
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
信
じ
つ
つ
、
臆
す
る

こ
と
な
く
「
明
日
の
景
色
」
を
待
ち
ま
し
ょ
う
。
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